
近
　
松
　
の
　
一
断
　
面

今
日
近
松
門
左
衛
門
の
作
品
の
中
で
文
楽
や
歌
舞
伎
に
し
ば
し
ば

上
演
さ
れ
る
も
の
は
、
殆
ん
ど
竹
本
座
の
座
附
作
者
と
し
て
竹
本
義

太
夫
及
び
そ
の
一
門
の
為
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
近

極
は
都
万
太
夫
座
で
歌
舞
伎
狂
言
を
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
歌

舞
伎
は
俳
優
の
容
色
あ
る
い
i
は
伎
芸
本
位
の
も
の
で
あ
り
、
ど
こ
ま

で
も
役
者
が
主
で
脚
本
は
そ
れ
に
従
属
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
坂
田

藤
十
郎
と
か
水
木
辰
之
助
と
い
っ
た
風
の
名
優
と
称
さ
れ
る
人
々
が

こ
の
座
に
は
多
く
居
た
が
、
結
局
役
者
の
芸
風
を
充
分
に
発
揮
さ
せ

れ
ば
よ
く
、
作
品
の
本
質
も
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
来
る
様
な

環
境
で
は
作
者
が
筆
を
自
由
に
ふ
る
う
余
地
は
少
く
、
青
年
近
松
が

飽
き
足
り
無
い
も
の
を
感
じ
て
い
た
の
も
当
然
の
事
で
あ
ろ
う
。
事

実
歌
舞
伎
に
於
げ
ろ
狂
言
作
者
の
地
位
は
、
此
時
代
に
限
ら
ず
江
戸

後
期
に
於
い
て
も
非
常
に
低
い
も
の
だ
っ
た
様
で
、
＼
／
今
日
番
付
面
に

ぁ
ら
あ
れ
る
狂
言
作
者
な
る
も
の
の
役
割
か
ら
考
え
て
も
そ
の
役
割

の
大
体
は
推
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

浅
　
　
野

達
　
　
三

近
松
は
都
万
太
夫
座
の
作
者
を
す
る
傍
ら
、
一
方
四
条
河
原
の
操

芝
居
宇
治
嘉
太
夫
（
加
賀
擦
）
の
為
に
浄
瑠
璃
も
書
い
て
い
た
。
天

和
、
貞
享
の
頃
で
あ
る
。
嘉
太
夫
は
浄
瑠
璃
の
中
に
歌
舞
伎
的
趣
向

を
織
り
込
ん
だ
点
に
特
色
が
認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
歌
舞
伎
の
作
者

を
し
て
い
た
近
松
の
事
で
あ
る
か
ら
、
義
太
夫
の
好
み
に
合
う
様
な

浄
瑠
璃
を
善
く
に
は
う
っ
て
つ
け
で
あ
っ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
く
、

叉
歌
舞
伎
に
比
し
て
操
芝
居
の
方
は
一
応
太
夫
に
よ
っ
て
浄
瑠
璃
の

詞
章
が
そ
の
ま
ま
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
作
者
の
蒙
る

制
約
も
は
る
か
に
少
い
訳
で
あ
り
、
近
松
も
こ
こ
に
可
成
り
そ
の
才

能
を
あ
ら
わ
し
得
る
面
を
持
っ
た
様
で
あ
る
。

次
に
、
一
時
嘉
太
夫
の
門
弟
で
も
あ
っ
た
大
阪
天
王
寺
の
出
身
百

姓
五
郎
兵
衛
こ
と
清
水
理
太
夫
が
、
延
宝
五
年
の
暮
四
条
河
原
に
独

立
の
小
屋
を
持
っ
て
興
行
し
た
。
然
し
井
上
播
磨
風
の
豪
快
な
語
り

口
で
、
然
も
大
音
が
評
判
の
理
太
夫
は
繊
細
を
喜
ぶ
都
人
に
は
受
入

れ
ら
れ
ず
、
こ
の
興
行
は
半
年
も
続
か
な
か
っ
た
。
こ
の
頃
竹
圧
と

称
さ
れ
て
い
た
興
行
繭
の
竹
屋
庄
兵
衛
が
理
太
夫
に
目
を
つ
け
、
新

し
い
一
座
を
組
む
こ
と
に
な
っ
た
。
名
も
竹
本
義
太
夫
と
改
め
、
貞

享
二
年
大
阪
道
頓
堀
に
櫓
を
あ
げ
た
の
が
竹
本
座
の
始
ま
り
で
あ
る
。

こ
の
旗
挙
げ
興
行
に
近
松
の
「
世
継
曾
我
」
を
上
演
し
て
大
変
な
評

判
を
得
、
後
に
義
太
夫
節
と
称
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
も
解
る
様
に
そ

の
地
位
は
固
ま
っ
た
訳
で
あ
る
。
義
太
夫
は
操
芝
居
に
於
い
て
の
浄

瑠
璃
詞
章
の
占
め
る
位
置
の
重
要
さ
を
痛
感
し
て
い
た
様
で
、
当
時

は
ま
だ
京
都
に
居
た
近
松
門
左
衛
門
を
訪
ね
て
自
分
の
為
の
新
作
を

頼
ん
だ
。
こ
の
依
頼
に
よ
っ
て
貞
享
三
年
二
月
近
松
が
書
き
与
え
た

の
が
「
出
世
東
浦
」
で
、
こ
れ
以
後
ず
っ
と
義
太
夫
の
為
に
浄
瑠
璃

を
書
い
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
。
義
太
夫
は
近
松
を
非
常
に
重
ん
じ
、

＼
そ
の
正
本
の
巻
頭
に
も
作
者
近
松
門
左
衛
門
の
名
を
刻
ん
で
尊
敬
し

た
程
で
、
従
来
こ
の
様
な
例
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
事
で
あ
る
。
自
分

の
文
筆
を
自
由
に
伸
ば
し
、
芸
術
的
な
感
興
を
作
中
に
思
い
切
っ
て

表
現
出
来
る
太
夫
を
得
て
、
近
松
も
充
分
に
そ
の
才
筆
を
ふ
る
う
こ

と
が
出
来
た
訳
で
あ
る
。
そ
の
後
義
太
夫
は
元
禄
十
四
年
五
月
に
筑

後
塚
を
受
領
し
、
更
に
十
六
年
五
月
に
は
世
話
物
の
第
一
作
「
曾
根

崎
心
中
」
が
大
当
り
を
と
っ
た
が
、
宝
永
二
年
竹
田
出
雲
が
竹
本
座

の
座
本
と
し
て
興
行
に
乗
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
を
機
会
に
、
近

松
は
都
万
太
夫
座
を
出
て
大
阪
に
下
り
、
以
後
正
式
に
竹
本
座
の
座

附
作
者
と
し
て
筆
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
′
こ
こ
に
名
作
の
数
々
が

生
み
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
。

近
松
の
一
断
面

近
松
の
浄
瑠
璃
は
百
余
り
を
数
え
得
る
。
大
体
歴
史
的
な
面
に
題

材
を
と
っ
た
い
わ
ゆ
る
時
代
物
と
、
現
実
社
会
に
起
っ
た
事
件
を
材

料
と
し
た
世
話
物
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
時
代
物
は
近
松
作
中
の
大

や
部
分
を
占
め
て
お
り
、
劇
的
な
構
成
で
種
々
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
世
話
物
は
廿
四
篇
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
概
ね
近
松

晩
年
の
作
で
あ
り
、
円
熟
し
た
筆
の
運
び
が
見
ら
れ
て
文
学
的
価
値

の
高
い
も
の
が
多
く
、
叉
題
材
が
身
近
な
点
か
ら
も
興
味
を
惹
く
の

で
す
べ
て
傑
作
と
称
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
世
話
物
は
も
と
も
と
今
日
で
言
え
ば
新
聞
の
社
会
面
に
出
た

記
事
を
題
材
と
し
た
様
な
も
の
で
、
言
わ
ば
見
物
人
と
同
時
代
、
同

じ
階
級
、
同
じ
場
所
の
人
々
が
登
場
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
所

謂
身
に
つ
ま
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
観
客
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
あ

ろ
う
。
自
分
達
の
全
然
見
知
ら
ぬ
世
界
の
事
で
な
く
、
軒
を
並
べ
て

い
る
社
会
の
事
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
誰
も
が
多
少
の
可
能
性
を
も
持

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
関
心
と
興
味
が
多
か
っ
た
の
も
当
然
の
事

で
あ
る
。
世
話
物
は
す
べ
て
男
女
の
情
事
に
か
ら
ん
で
展
開
し
て
い

る
が
、
当
時
の
社
会
的
な
制
約
の
許
で
彼
等
が
希
望
を
達
す
る
為
に

は
、
現
実
生
活
を
否
定
し
て
彼
岸
に
楽
土
を
見
出
そ
う
と
の
結
末
に

な
っ
て
来
る
。
こ
れ
を
描
い
た
の
が
世
話
物
の
中
で
も
特
に
注
目
さ

れ
る
心
中
物
で
あ
る
。
封
建
社
会
に
あ
っ
て
ほ
自
由
な
恋
愛
の
路
は

開
さ
れ
て
居
り
、
自
分
の
意
志
通
り
の
生
活
に
入
る
こ
と
は
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
現
世
で
結
ば
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
男
女
の

一

一



種
々
の
悲
劇
が
生
じ
て
来
る
諒
で
あ
る
。

個
人
よ
り
も
家
乃
至
は
社
会
の
存
在
の
方
が
大
き
い
時
代
に
あ
っ

て
は
、
結
婚
に
自
己
の
意
志
を
は
さ
む
こ
と
は
殆
ん
ど
許
さ
れ
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。
叉
結
婚
し
て
か
ら
も
夫
婦
間
の
愛
情
よ
り
は
家
に

う
ま
く
入
り
込
む
こ
と
が
も
っ
と
重
要
で
あ
っ
た
。
こ
ん
な
時
代
で

あ
る
か
ら
当
然
相
思
相
愛
の
男
女
が
、
添
い
と
げ
ら
れ
な
い
の
を
苦

に
し
て
死
ん
で
解
決
を
見
出
そ
う
と
す
る
等
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

意
す
べ
き
は
そ
う
し
た
恋
愛
至
上
主
義
の
心
中
が
不
思
議
に
少
い
こ

と
で
あ
る
。
勿
論
近
松
は
人
間
性
を
お
き
え
つ
け
る
様
な
時
代
の
風

潮
を
快
く
思
お
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
情
死
を
描
い
て
そ
こ
に
温
い

涙
を
流
し
、
多
く
の
人
の
共
感
を
呼
ん
だ
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
然
し

近
松
の
描
い
た
心
中
は
必
ず
し
も
今
日
我
々
が
想
像
す
る
様
な
純
粋

な
も
の
語
り
で
も
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
園
田
民
雄
氏
（
浄
瑠
璃
作
者
の
研
究
）
　
は
何
処
遙

も
金
銭
的
な
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
心
中
天
の
綱
島
」
の

治
兵
衛
も
、
金
さ
え
う
ま
く
都
合
が
つ
け
ば
心
中
し
な
い
で
、
恋
し

い
女
と
の
間
も
う
ま
く
や
っ
て
行
っ
た
に
違
い
無
い
。
貞
淑
な
お
さ

ん
に
対
し
て
の
面
目
な
さ
や
、
恋
散
の
太
兵
衛
に
小
春
を
請
け
出
さ

れ
る
悲
し
さ
、
な
ど
で
は
な
く
て

「
太
兵
衛
め
が
ゐ
ん
げ
ん
こ
き
、
治
兵
衛
身
代
い
き
つ
い
て
の
金

に
詰
っ
て
な
ん
ど
と
、
大
阪
中
を
触
廻
り
、
問
屋
車
の
附
合
に
も
、

面
を
ま
ぶ
ら
れ
て
生
恥
か
く
」

一
二

の
が
幸
い
の
た
。
金
が
な
い
と
世
間
か
ら
思
お
れ
て
商
売
が
出
来
な

く
な
る
の
か
お
そ
ろ
し
い
為
だ
、
と
例
証
し
て
お
ら
れ
る
。
事
実
町

人
は
金
銭
、
及
び
そ
れ
に
就
い
て
の
信
用
を
第
一
番
の
も
の
と
考
え

て
い
る
。
町
人
が
武
士
に
対
抗
出
来
る
の
は
金
だ
け
で
あ
る
。
当
時

経
済
的
に
は
次
第
に
困
窮
を
来
し
っ
つ
あ
っ
た
武
士
に
対
し
て
、
相

変
ら
ず
位
は
下
で
あ
る
が
、
経
済
的
な
実
力
を
持
“
っ
て
い
た
町
人
の

隠
れ
た
勢
力
が
増
大
し
て
来
た
時
代
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
先
の
様
な

考
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
金
だ
け
で
総
て
が
解
決
す
る
と

い
う
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
金
銭
的
な
問
題
が
、
事
件
の
相

当
大
き
な
誘
因
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
無
い
。
け

れ
ど
も
幾
ら
実
利
を
重
ん
ず
る
時
代
で
あ
っ
て
も
、
男
女
間
の
こ
と

が
す
べ
て
そ
れ
で
割
切
れ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
だ
が
。

又
高
野
正
巳
氏
（
日
本
古
典
全
書
・
近
松
門
左
衛
門
集
）
は
、
心
中
物

の
主
人
公
は
す
べ
て
意
思
薄
弱
な
性
格
破
産
者
で
あ
る
、
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
性
格
的
に
欠
陥
の
あ
る
人
生
の
敗
残
者
、
意
思
薄

弱
な
憐
む
べ
き
存
在
で
あ
る
か
ら
、
作
者
が
意
識
的
に
主
人
公
に
対

し
て
同
情
の
筆
を
加
え
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
為
に
は
敵
役
を

設
け
、
純
情
な
主
人
公
が
敵
役
の
術
策
に
陥
っ
て
破
滅
に
導
か
れ
る
、

と
す
る
の
が
最
も
安
易
な
方
法
で
あ
る
。
天
の
網
島
の
太
兵
衛
・
曾

根
崎
心
中
の
九
平
次
・
生
玉
心
中
の
長
作
な
ど
、
殆
ん
ど
の
心
中
物

に
出
て
く
る
敵
役
は
意
地
悪
い
言
動
に
よ
っ
て
観
客
の
憎
し
み
を
一

手
に
引
受
け
、
こ
こ
に
性
格
破
産
者
の
主
人
公
に
一
種
の
擬
装
を
は

ど
こ
し
て
悲
劇
の
主
人
公
を
作
り
上
げ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
っ

て
興
味
深
い
考
え
方
で
あ
る
。
成
る
程
心
中
物
の
主
人
公
は
何
れ
も

歯
が
ゆ
い
煮
え
切
ら
ぬ
人
物
で
あ
る
。
た
し
か
に
健
康
で
正
常
な
神

経
の
持
主
で
は
な
い
。
然
し
そ
れ
も
今
日
の
我
々
だ
か
ら
こ
そ
言
え

る
の
で
あ
っ
て
、
自
由
な
意
志
の
発
露
の
方
法
も
な
か
っ
た
当
時
に

於
い
て
は
真
に
や
む
を
得
な
い
事
な
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

死
を
以
て
事
を
実
行
す
る
と
い
う
方
法
は
、
元
来
侍
の
処
置
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
町
人
の
生
活
が
向
上
し
、
侍
の
世
界
を
も
自
分
達

の
経
済
力
で
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
と
、
町
人

で
も
侍
の
生
活
を
実
行
出
来
る
信
念
を
持
つ
に
至
っ
た
。
こ
の
一
の

現
れ
と
し
て
「
心
中
死
」
即
ち
心
中
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い

う
の
は
守
随
憲
治
博
士
（
世
界
評
論
社
・
近
松
）
　
の
説
で
あ
る
が
、
こ

れ
も
納
得
出
来
る
一
つ
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
勿
論
こ
の
様
な
心
中

は
時
の
社
会
を
か
き
乱
し
、
世
間
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
様
で
あ

る
。
後
に
は
心
中
物
上
演
禁
止
の
布
令
ま
で
出
さ
れ
た
位
で
あ
る
か

ら
可
成
り
多
く
の
人
々
の
心
を
打
っ
た
に
違
い
無
い
。
然
し
多
く
の

人
が
心
動
か
さ
れ
、
興
行
が
成
功
し
た
の
は
矢
張
り
そ
れ
だ
け
一
椴

的
な
人
間
心
理
を
描
き
出
し
て
い
る
も
の
と
考
え
度
い
。
事
実
義
理

の
し
が
ら
み
に
悶
え
る
人
間
の
姿
、
人
情
の
機
微
に
触
れ
る
構
成
、

に
は
時
代
に
対
す
る
一
つ
の
示
唆
が
あ
り
、
人
間
性
の
真
実
を
見
出

そ
う
と
の
動
き
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

近
松
の
作
品
は
多
く
改
作
に
依
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
る
。
丹
波
与

近
松
の
一
断
面

作
は
吉
田
冠
千
・
三
好
松
洛
の
「
恋
女
房
染
分
手
綱
」
　
で
、
冥
途
の

飛
脚
は
並
木
正
三
の
　
「
恋
飛
脚
大
和
往
来
」
を
逆
輸
入
し
、
天
の
網

島
は
近
松
半
二
の
　
「
心
中
紙
屋
治
兵
衛
」
若
は
「
時
雨
の
炬
燵
」
と

い
っ
た
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
複
雑
な
舞
台
技
巧
と
か
歌

舞
伎
的
手
法
の
導
入
等
の
為
に
作
り
替
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
然
し
徒

ら
に
登
場
人
物
を
多
く
し
、
舞
台
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の
よ
り
は
、

矢
張
り
近
極
の
筆
に
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
そ
れ
を
充
分
語
り
活

か
す
の
が
本
旨
と
思
わ
れ
る
。
事
実
丹
波
与
件
の
「
道
中
双
六
」
や

「
重
の
井
子
別
れ
」
の
如
き
、
原
文
の
名
作
な
る
余
り
改
作
に
於
い

て
も
全
く
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
て
改
め
る
個
所
を
見
出
せ
な
か
っ
た

の
も
あ
る
位
で
あ
る
。
最
近
原
曲
尊
重
の
声
が
強
い
の
は
望
ま
し
い

も
の
と
思
う
。
特
に
古
典
の
詞
章
を
そ
の
ま
ま
舞
台
芸
術
と
し
て
表

現
す
る
数
少
い
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
演
劇
の
一
の
台
本
と
し
て
の

近
松
の
作
品
を
新
し
く
見
直
し
て
行
く
こ
と
が
今
後
の
課
題
と
し
て

（
塁
講
評
謹
告
か
筒
に
過
ぎ
る
点
が
あ
る
様
に
思
う
）


